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政
治
学
の
現
状
が
果
し
て
科
学
の
名
に
値
す
る
も
の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
政
治
学
は
科
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
研
究
者
の
意
見
が
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
．
し
か
し
「
政
治
学
は
科
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
明
に
よ
つ
て

一
体
何
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
重
ね
て
そ
の
意
味
を
問
う
な
ら
ぽ
、
い
く
種
類
も
の
お
よ
そ
異
つ
た
答
え
が
返
つ
て
く
る
こ
と
で
あ

ろ
う
．
こ
れ
は
「
科
学
」
と
い
う
名
辞
が
、
探
究
と
そ
の
成
果
の
正
し
さ
を
保
証
す
る
魅
惑
的
な
言
葉
と
し
て
多
く
の
研
究
者
の
心
を
捉
え
ず
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
お
か
な
い
と
い
う
心
理
的
事
実
と
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
名
辞
が
か
な
り
曖
昧
な
集
合
を
表
象
す
る
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
き
た
つ
た

と
い
う
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
る
．

　
一
体
、
政
治
学
の
科
学
化
と
い
う
時
そ
こ
で
は
何
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
を
確
定
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
主

張
に
よ
つ
て
政
治
学
を
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
試
み
は
何
の
た
め
に
な
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
こ
う
い
つ
た
問
題
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
吟
味
し
て
お
く
こ
と
は
、
政
治
学
研
究
の
手
は
じ
め
と
し
て
是
非
必
要
な
こ

と
と
思
わ
れ
る
。



二

　
「
政
治
学
は
科
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
さ
れ
る
時
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
主
張
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
の
背
後
に
論
者

の
共
通
の
心
理
的
事
実
と
し
て
、
あ
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
と
ガ
リ
レ
オ
の
時
代
に
始
ま
る
近
代
自
然
科
学
の
偉
大
な
発
展
、
そ
の
理
論
と
応
用
と
の

目
醒
ま
し
い
成
果
に
対
す
る
驚
嘆
と
畏
敬
の
念
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
今
日
近
代
科
学
の
真
理
が

絶
対
普
遍
の
妥
当
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
経
験
的
蓋
然
的
妥
当
性
以
上
の
も
の
を
主
張
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
つ
て
い
る
。
イ
マ

ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
　
（
富
暴
自
Φ
一
内
導
ぴ
）
が
自
然
的
世
界
に
妥
当
す
る
絶
対
的
真
理
と
考
え
て
、
彼
の
壮
大
な
哲
学
体
系
の
基
礎
づ
け
に
援
用
し

た
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
は
い
ず
れ
も
今
日
彼
が
考
え
た
よ
う
に
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ

て
い
る
。

　
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
発
見
は
、
幾
何
学
の
主
張
し
う
る
真
理
性
と
は
公
理
か
ら
定
理
に
至
る
数
学
的
一
般
伴
立
的
関
係
を
証
明
す
る
分

析
的
真
理
に
す
ぎ
ず
、
公
理
自
体
の
真
理
性
は
物
理
学
の
経
験
的
論
証
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
綜
合
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
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何
学
の
公
理
は
カ
ン
ト
の
考
え
た
よ
う
な
自
然
的
世
界
に
対
し
て
普
遍
的
妥
当
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
相

対
性
理
論
や
量
子
論
の
発
展
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
が
あ
る
限
定
さ
れ
た
自
然
の
事
象
の
記
述
に
の
み
妥
当
す
る
一
群
の
公
理
と
そ
れ
か
ら
分

析
的
に
導
出
さ
れ
た
一
連
の
数
学
的
方
程
式
の
形
で
表
現
さ
れ
た
一
般
伴
立
的
言
明
の
　
「
閉
じ
た
体
系
」
の
一
つ
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
故
に
こ
そ
一
層
、
こ
の
数
世
紀
に
お
け
る
自
然
科
学
の
発
展
が
、
わ
れ
わ
れ
の
自
然
的
世
界

に
対
す
る
確
実
な
る
知
識
を
い
か
に
拡
大
さ
せ
、
そ
の
理
解
を
深
め
た
か
を
み
る
時
、
ま
た
そ
の
科
学
的
洞
察
の
応
用
が
、
わ
れ
わ
れ
の
自
然
的

力
に
対
す
る
統
御
を
い
か
に
増
大
さ
せ
た
か
を
み
る
時
、
自
然
科
学
に
対
す
る
現
代
の
信
頼
と
憧
憬
の
念
は
ま
す
ま
す
高
ま
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
「
政
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科
学
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意
味
に
つ
い
て
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
自
然
科
学
の
発
展
に
触
発
さ
れ
て
、
社
会
的
諸
問
題
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
科
学
と
し
て
体
系
化
し
よ
5
と
す
る
社

会
科
学
の
建
設
の
努
力
が
始
つ
た
の
は
、
た
か
だ
か
こ
の
一
世
紀
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
（
ぎ
讐
篭
9
耳
Φ
）
が
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
後
の
王
政
復
古
時
代
に
、
一
方
に
お
け
る
諸
自
然
科
学
の
発
展
と
産
業
革
命
に
伴
う
産
業
技
術
の
目
を
見
張
る
よ
う
な
発
展
、
他
方

に
お
け
る
王
と
人
民
の
間
の
厳
し
い
政
治
的
対
立
と
社
会
的
ア
ナ
ー
キ
ー
に
直
面
し
て
、
こ
の
政
治
的
危
機
の
原
因
を
政
治
学
に
お
け
る
知
識
の

後
進
性
に
も
と
め
、
政
治
学
が
新
た
な
社
会
改
造
の
た
め
の
、
自
然
科
学
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
信
頼
で
き
る
科
学
的
な
基
本
的
組
織
原
理
を
提
示

し
え
な
い
で
い
る
点
に
あ
る
と
考
え
、
緊
急
の
課
題
と
し
て
「
今
日
、
科
学
者
は
政
治
学
を
観
察
科
学
の
段
階
に
ま
で
引
き
上
げ
ね
ば
な
ら
な

い
」
（
駐
。
。
ミ
§
雛
警
§
§
§
旨
ミ
亀
、
ミ
註
§
ミ
ミ
豊
慧
Q
§
§
噛
§
喚
§
。
。
亀
§
§
＆
、
。
憲
§
蕊
帖
§
）
と
訴
え
た
の
は
よ
う
や
く
一
八
二
二
年
の
こ

　
　
　
（
3
）

と
で
あ
つ
た
．

　
も
ち
ろ
ん
、
プ
ラ
ト
ソ
の
時
代
か
ら
コ
ソ
ト
の
時
代
に
至
る
ま
で
優
に
二
〇
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
つ
て
、
人
間
の
社
会
的
性
格
に
関
し
て
多
く

の
知
識
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
知
識
は
社
会
と
国
家
の
分
裂
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
つ
た
歴
史
の
こ
の
長
い
時
期
を
通
じ
て
、

政
治
に
関
す
る
考
察
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
つ
た
か
ら
、
そ
の
意
味
で
政
治
学
と
は
い
わ
ば
こ
の
よ
う
な
人
間
の
社
会
生
活

一
般
に
関
す
る
諸
知
識
の
集
合
に
冠
せ
ら
れ
た
名
前
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
．

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
知
識
に
は
経
験
的
な
事
実
に
つ
い
て
の
正
確
な
記
述
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
多
く
は
個
別
的
、
断
片
的
で
あ

り
、
諸
事
象
の
関
連
を
説
明
す
る
一
般
化
に
は
成
功
し
て
い
な
か
つ
た
．
た
ま
た
ま
一
般
的
定
式
化
の
形
態
を
と
つ
て
い
て
も
、
実
は
事
象
を
順

序
づ
け
る
単
な
る
分
類
図
式
に
終
つ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
形
而
上
学
的
思
弁
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
つ
て
粉
飾
さ
れ
た
類
推
に

支
え
ら
れ
た
説
明
に
過
ぎ
な
か
つ
た
．
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
知
識
は
正
確
な
予
測
や
統
御
の
能
力
を
も
た
な
い
と
い
う
点
で
、
近
代
自
然
科
学
の

備
え
る
根
本
的
特
性
を
欠
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
諸
知
識
は
人
問
や
社
会
的
諸
価
値
に
つ
い
て
の
鋭
い
洞
察
を
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
社
会
的
価
値
の
選
好
に
も



と
づ
い
た
行
為
に
対
す
る
道
徳
的
命
令
で
あ
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
構
想
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
．
そ
し
て
実
は
あ
の
思
想
的
綜
合
と
体
系
形
成
へ

の
志
向
で
特
色
づ
け
ら
れ
た
世
紀
に
生
き
る
コ
ン
ト
や
そ
れ
に
続
く
ス
ベ
ン
サ
ー
（
＝
震
ぎ
詳
9
聲
§
）
や
マ
ル
ク
ス
（
国
毘
串
竃
貰
×
）
な
ど
同

時
代
の
社
会
科
学
の
建
設
者
た
ち
に
と
つ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
一
つ
の
世
界
観
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
あ
る
べ
き
社
会
の
秩
序
に
つ
い
て
の
構

想
は
、
彼
ら
自
身
少
し
も
隠
そ
う
と
し
な
い
彼
ら
の
社
会
科
学
建
設
に
対
す
る
強
い
心
理
的
動
機
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
た

だ
、
科
学
と
産
業
の
目
を
見
張
る
よ
う
な
発
展
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
激
し
い
政
治
的
社
会
的
変
動
の
時
代
に
あ
つ
て
、
す
で
に
時
代
の
機
械
論

的
、
決
定
論
的
思
潮
の
洗
礼
を
受
け
て
い
た
彼
ら
に
と
つ
て
、
そ
の
主
張
の
真
理
性
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
科
学
に
よ
つ
て
裏
打
ち
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
つ
た
し
、
実
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
同
意
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
先
行
す
る
諸
思
想
、
諸
観
念
は
、
そ
れ
が
当
時
の
自
然
科
学
に
対
し

て
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
実
証
性
と
法
則
性
、
厳
密
な
予
測
性
を
主
張
し
え
ぬ
と
い
う
理
由
に
よ
つ
て
、
形
而
上
学
と
し
て
斥
け
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
社
会
科
学
建
設
の
先
駆
者
た
ち
は
、
何
れ
も
す
べ
て
の
社
会
問
題
に
解
答
を
与
え
、
す
べ
て
の
社
会
現
象
を
説
明
で
き
る
よ
う
な
壮
大

な
一
般
的
体
系
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
た
。
彼
ら
は
社
会
は
単
な
る
部
分
の
集
合
以
上
と
考
え
る
．
従
つ
て
、
方
法
上
、
社
会
は
あ
る
一
側
面
だ

け
取
り
だ
し
、
そ
れ
を
孤
立
化
さ
せ
て
分
析
し
て
み
て
も
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
全
体
性
に
お
い
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
綜
合
的
、
全
体
論
的
立
場
に
到
達
す
る
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
社
会
は
部
分
は
も
ち
ろ
ん
全
体
と
し
て
す
べ
て
歴
史
的
変
化
を
免
れ
な

い
と
考
え
る
。
そ
こ
か
ら
社
会
は
歴
史
性
を
欠
い
た
静
態
的
構
造
分
析
に
よ
つ
て
で
は
な
く
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
つ
な
が
る
社
会
の
運
動
の
相

に
お
い
て
、
歴
史
的
動
態
的
に
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
方
法
的
歴
史
主
義
の
立
場
が
で
て
く
る
．

　
彼
ら
は
又
歴
史
を
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
発
展
段
階
を
追
つ
て
、
先
行
す
る
発
展
段
階
の
ど
れ
よ
り
も
優
れ
た
、
人
間
性
の
完
成
あ
る
い

は
回
復
の
実
現
す
る
最
高
段
階
へ
向
つ
て
、
発
展
を
つ
づ
け
て
い
く
進
歩
の
力
動
的
過
程
と
み
る
．
そ
し
て
、
こ
の
実
証
的
、
科
学
的
あ
る
い

は
、
社
会
主
義
的
社
会
の
到
来
は
、
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
社
会
法
則
」
に
従
つ
て
不
可
避
に
達
成
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
否
定
す
る
こ
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と
の
で
き
な
い
科
学
的
真
理
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
決
定
論
的
、
発
展
段
階
的
あ
る
い
は
進
化
論
的
歴
史
哲
学
は
、
す
べ
て
の
社
会
現
象

を
貫
徹
す
る
歴
史
的
法
則
性
の
発
見
を
通
じ
て
、
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
実
現
を
予
測
し
た
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
点
で
、
社
会
に
関
す
る
科
学
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
の
地
位
を
獲
得
し
た
と
信
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
今
目
、
わ
れ
わ
れ
は
科
学
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
楽
観
的
で
も
な
け
れ
ば
ナ
イ
ー
ブ
で
も
な
い
。
上
に
の
べ
た
よ
う
な
全
体
性
と
歴
史
性
に
お

い
て
社
会
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
は
、
カ
ー
ル
・
ポ
ッ
パ
ー
（
国
毘
閃
寄
箸
8
に
よ
つ
て
「
歴
史
主
義
」
（
募
葺
三
弩
）
と

名
付
け
ら
れ
、
彼
ら
が
そ
の
方
法
に
よ
つ
て
成
功
し
た
と
信
じ
た
予
測
は
、
実
は
単
な
る
予
言
的
託
宣
に
外
な
ら
な
か
つ
た
と
し
て
、
そ
の
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

的
不
毛
を
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
、
否
定
し
さ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
．
し
か
し
、
こ
れ
ら
先
駆
者
の
思
想
に
み
ら
れ
た
科
学
観
は
、
今
日

な
お
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
つ
て
根
強
く
生
き
残
つ
て
い
る
し
、
彼
ら
の
提
起
し
た
問
題
そ
の
も
の
は
依
然
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
探
究
に
絶
ゆ
る
こ

と
の
な
い
刺
戟
を
与
え
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
．

三

　
私
は
今
日
、
政
治
学
あ
る
い
は
社
会
科
学
が
科
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
大
体
次
の
三
つ
の
意
味
の
ど
れ
か
一

つ
、
あ
る
い
は
そ
の
組
合
せ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
．
第
一
は
政
治
的
あ
る
い
は
社
会
的
問
題
の
探
究
を
、
科
学
で
あ
る
以
上
必
ず
満

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
あ
る
厳
格
な
規
範
的
基
準
の
ふ
る
い
に
か
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
え
ら
れ
た
知
識
や
知
識
の
体
系
の

妥
当
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
．
そ
こ
で
は
探
究
の
心
理
的
、
論
理
的
手
続
き
へ
の
関
心
が
中
心
と
な
つ
て
く
る
．
科
学
化
を
方
法

の
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
て
い
る
と
い
つ
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
、
政
治
学
に
科
学
的
方
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
政
治
学
の
知
識
を
科
学
た
ら

し
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
主
張
の
真
の
意
味
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
立
場
は
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
科
学
的
方
法
は
探
究
の
対
象
と
な
る
事
象
の
相
違
を
問
わ
ず
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
同
じ
方
法
が
適
用



し
う
る
し
、
又
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
と
、
対
象
の
相
違
に
よ
つ
て
当
然
に
方
法
は
変
つ
て
く
る
は
ず
だ
と
い
う
主
張
に
わ
か
れ

る
．
前
者
は
自
然
科
学
で
あ
ろ
う
と
、
社
会
科
学
で
あ
ろ
う
と
探
究
の
妥
当
化
の
論
理
に
か
わ
り
の
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
と
い
う
立
場
で
、
現
代

の
科
学
哲
学
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
稿
も
又
こ
の
よ
う
な
見
地
に
た
つ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
科
学
す
な
わ
ち
自
然
科
学
と
み
た
て
て
、
あ
る
い
は
自
然
科
学
を
よ
り
発
展
し
た
先
行
科
学
と
み
な
し
て
、
社
会
問
題
に
関
す
る
知

識
へ
も
こ
の
自
然
科
学
の
方
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
社
会
に
関
す
る
知
識
の
科
学
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
主
張
が
あ
る
．
こ
れ
は
方
法

の
一
般
性
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
上
の
変
形
と
み
て
よ
い
。
こ
の
立
場
は
論
理
上
、
自
然
科
学
の
社
会
科
学
に
対
す
ろ
科
学
的
優
位

を
意
味
す
る
よ
う
な
結
論
に
も
導
か
れ
う
る
た
め
、
し
ば
し
ば
社
会
科
学
者
に
よ
つ
て
強
い
感
情
的
反
機
を
受
け
て
き
た
。
し
か
し
、
歴
史
的
に

み
て
最
も
早
く
登
場
し
て
き
た
の
は
こ
の
よ
う
な
考
え
で
あ
つ
て
、
少
く
と
も
コ
ソ
ト
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
立
場
は
広
い
意
味
で
こ
の
中
に
含
ま
れ

る
と
い
つ
て
よ
い
．
こ
の
よ
う
な
創
世
記
の
時
代
は
さ
て
お
き
、
最
近
に
至
る
ま
で
こ
う
い
つ
た
考
え
が
最
も
一
般
的
で
あ
つ
た
の
は
ア
メ
リ
カ

で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
≦
8
母
暑
≦
ぎ
邑
や
ブ
ラ
イ
ス
（
魯
馨
ψ
ω
蔓
8
）
と
い
つ
た
若
干
の
例
外
は
あ
る
と
し
て
も
、
前
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
の
三

〇
年
代
初
頭
に
至
る
ま
で
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
（
む
目
≦
．
切
霞
讐
琶
に
始
ま
る
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
伝
統
的
な
方
法
論
的
立
場
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う

な
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
な
じ
み
深
い
ベ
ン
ト
レ
ー
（
＞
辞
ゴ
吋
ω
Φ
区
曙
）
、
マ
ソ
・
1
（
妻
旨
彗
零
ま
9
冒
茸
邑
、

三
〇
年
代
ま
で
の
キ
ャ
ト
リ
ン
（
ρ
輿
ρ
O
毘
ε
と
い
つ
た
諸
政
治
学
者
は
、
か
か
る
方
法
を
最
も
明
瞭
に
意
識
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
代

　
　
　
　
パ
　
レ

表
で
あ
つ
た
。

　
社
会
科
学
は
自
然
科
学
と
は
異
な
る
方
法
が
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
を
強
く
主
張
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
新
カ
ン
ト
派
こ

と
に
西
南
ド
イ
ッ
学
派
の
科
学
方
法
論
で
あ
つ
た
．
経
験
科
学
に
属
す
る
諸
特
殊
科
学
は
研
究
対
象
に
よ
つ
て
自
然
科
学
と
文
化
科
学
の
二
群
に

わ
け
ら
れ
る
。
没
価
値
的
、
非
了
解
的
自
然
を
対
象
と
す
る
自
然
科
学
は
、
一
般
化
手
続
き
に
よ
つ
て
普
遍
的
自
然
法
則
の
発
見
を
目
標
と
す
る

自
然
科
学
的
方
法
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
価
値
関
係
的
、
了
解
的
存
在
と
し
て
の
文
化
を
対
象
と
す
る
文
化
科
学
は
、

　
　
　
　
「
政
治
学
の
科
学
化
」
の
意
味
に
つ
い
て
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個
性
化
手
続
き
に
よ
つ
て
一
回
的
特
殊
的
個
性
叙
述
を
目
標
と
す
る
歴
史
的
方
法
を
と
る
．
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ッ
西
南
学
派
の
方
法
論
的
立
場
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
レ

最
も
明
確
に
表
現
し
た
例
え
ば
リ
ッ
カ
ー
ト
（
浮
葺
菖
霞
畠
艮
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
主
張
は
、
こ
の
議
論
の
論
理
構
造
が
ど
の
程
度
明
確
か

つ
意
識
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
は
別
と
し
て
、
自
然
科
学
と
複
雑
な
人
間
社
会
の
諸
関
係
を
扱
う
社
会
科
学
と
は
本
来
当
然
に
方
法
的
に
区
別

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
ず
だ
と
い
う
一
般
的
常
識
と
結
び
つ
い
て
、
今
日
な
お
広
く
一
般
的
見
解
と
し
て
支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．

　
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
運
動
自
体
は
、
日
本
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
ド
イ
ッ
と
い
う
国
家
的
枠
を
越
え
て
拡
が
る
こ
と
の
な
か
つ
た
、
一
九
世

紀
の
後
半
に
お
こ
り
、
第
一
次
大
戦
直
後
の
限
ら
れ
た
時
期
に
最
高
潮
に
達
し
た
一
つ
の
地
方
的
哲
学
運
動
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
戦
前

の
日
本
の
学
間
が
ド
イ
ッ
の
諸
学
問
の
移
植
と
い
う
形
で
、
そ
の
圧
倒
的
影
響
の
下
に
成
長
し
、
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
こ
の
傾
向
は
と
く
に
著

る
し
か
つ
た
と
い
う
事
情
は
、
こ
の
新
カ
ン
ト
派
、
こ
と
に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
と
西
南
ド
イ
ッ
学
派
の
科
学
方
法
論
を
し
て
、
日
本
の
学
問
、

と
く
に
政
治
学
の
学
風
に
強
く
そ
の
極
印
を
残
さ
し
め
る
と
い
う
結
果
と
な
つ
た
．

　
す
な
わ
ち
、
第
一
次
大
戦
後
の
民
主
主
義
的
精
神
の
昂
揚
と
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
下
に
お
け
る
自
由
の
雰
囲
気
を
背
景
と
し
て
、
よ
う
や
く

そ
の
験
足
を
の
ば
し
は
じ
め
た
日
本
の
政
治
学
は
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
時
代
の
所
産
と
も
い
う
べ
き
マ
ル
ク
ス
主
義
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
厳
し
い
挑

戦
に
直
面
し
て
、
従
来
の
方
法
論
的
自
覚
を
欠
い
た
素
朴
な
実
証
主
義
的
立
場
に
対
し
、
真
剣
な
方
法
論
的
反
省
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ

た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
、
か
つ
て
学
派
の
中
か
ら
幾
多
の
講
壇
社
会
主
義
者
を
輩
出
し
、
ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
下
自
由
主
義
的
立
場
を
堅
持

し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
と
厳
し
く
対
決
し
、
き
わ
め
て
精
緻
な
論
理
を
発
展
さ
せ
つ
つ
あ
つ
た
新
カ
ン
ト
派
諸
派
の
科
学
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方
法
論
は
、
当
時
の
日
本
の
政
治
学
界
に
コ
種
の
清
新
さ
を
以
つ
て
迎
え
ら
れ
」
、
圧
倒
的
影
響
を
残
し
さ
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
．

　
こ
と
に
、
文
化
科
学
を
構
成
す
る
各
個
別
的
特
殊
科
学
は
、
そ
れ
独
自
の
対
象
と
す
る
文
化
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て

方
法
論
的
に
自
立
し
う
る
と
い
う
そ
の
立
場
は
、
当
時
、
ド
イ
ッ
国
家
学
の
圧
倒
的
影
響
の
下
に
あ
つ
て
、
法
学
の
下
位
科
目
的
位
置
を
与
え
ら

れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
や
ア
ン
グ
・
・
サ
ク
ソ
ン
諸
国
の
政
治
学
の
影
響
の
下
に
、
漠
然
と
し
て
無
自
覚
に
社
会
学
的
考
察
の



中
に
解
消
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
日
本
の
政
治
学
に
、
強
い
方
法
的
覚
醒
を
促
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
と
く
に
当
時
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
発
展
し
た
バ
ー
カ
ー
（
宰
壼
警
望
蒔
8
、
ラ
ス
キ
（
＝
貰
＆
b
器
恩
．
コ
ー
ル
　
（
O
b
出
d
。
包
、

マ
ッ
キ
ー
バ
ー
　
（
界
貿
冒
鉱
＜
8
ら
を
代
表
と
す
る
い
わ
ゆ
る
多
元
的
国
家
論
の
も
た
ら
し
た
経
験
的
成
果
を
土
台
に
、
新
カ
ソ
ト
派
の
方
法

論
を
借
り
ぎ
た
つ
て
、
独
立
の
学
と
し
て
の
政
治
学
を
打
ち
立
て
よ
う
と
い
う
野
心
的
試
み
を
展
開
し
た
新
し
い
政
治
運
動
の
旗
手
戸
沢
鉄
彦
教

授
や
蠣
山
政
道
教
授
の
諸
説
が
、
同
じ
新
カ
ソ
ト
派
の
立
場
に
た
つ
て
、
こ
の
折
衷
か
ら
生
じ
た
概
念
構
成
の
難
点
を
鋭
く
つ
き
、
自
か
ら
は
従

来
の
国
家
学
よ
り
法
学
的
概
念
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
政
治
学
の
独
立
を
は
か
ろ
う
と
す
る
潮
田
江
次
教
授
に
よ
つ
て
厳
し
く
批
判
さ
れ

る
に
お
よ
ん
で
、
こ
れ
は
今
日
「
政
治
概
念
論
争
」
と
し
て
知
ら
れ
る
大
論
争
に
発
展
し
、
終
戦
に
至
る
ま
で
わ
が
国
政
治
学
界
を
二
分
し
て
争

　
　
　
　
　
　
（
9
）

わ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
論
争
自
体
の
評
価
や
新
カ
ン
ト
派
の
科
学
方
法
論
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
は
こ
こ
で
は
問
題
か
ら
外
れ
る
の
で
別
稿
に
ゆ
ず
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
5
な
わ
が
国
政
治
学
界
の
も
つ
特
殊
な
事
情
に
も
と
づ
い
て
、
新
カ
ン
ト
派
の
科
学
方
法
論
は
必
ず
し
も
自
覚
的
に

で
は
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
な
ら
ん
で
今
日
な
お
わ
が
国
政
治
学
者
の
上
に
政
治
学
の
方
法
と
し
て
深
い
影
を
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
適
用
さ
れ
る
方
法
が
す
べ
て
の
経
験
科
学
に
お
い
て
共
通
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
か
、
社
会
科
学
と
自
然
科
学
、
あ
る
い
は

社
会
科
学
を
構
成
す
る
各
個
別
科
学
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
方
法
論
が
成
立
す
る
と
い
う
立
場
を
と
る
か
の
相
違
こ
そ
あ
れ
、
厳
密
な
科

学
的
方
法
の
テ
ス
ト
に
か
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
政
治
に
関
す
る
知
識
を
信
頼
に
た
る
妥
当
な
知
識
た
ら
し
め
よ
う
と
い
う
の
が
第
一
の
立
場
の

意
味
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
第
二
の
立
場
は
、
あ
る
価
値
の
選
好
に
も
と
づ
い
て
構
成
さ
れ
た
政
治
的
、
社
会
的
あ
る
い
は
世
界
観
的
道
徳
体
系
が
科
学
的
に
真
で
あ
る
こ
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と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
行
為
の
準
則
と
し
て
そ
の
支
持
を
命
じ
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
体
系
の
真
理
性
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
当
為
と
し
て
の
正
当
性
を
論
証
す
る
こ
と
が
焦
点
と
な
つ
て
く
る
。
科
学
化
を
価
値
の
レ
ベ
ル
あ
る
い
は
イ
デ
オ
・
ギ

ー
の
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
て
い
る
と
い
つ
て
も
よ
い
。
政
治
学
は
正
し
い
政
治
的
価
値
体
系
を
科
学
的
に
創
り
出
し
、
あ
る
い
は
選
び
だ
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
政
治
行
動
の
指
針
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
主
張
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．

　
近
代
の
多
く
の
政
治
運
動
の
過
程
で
、
実
践
上
の
必
要
と
結
び
つ
い
て
も
と
め
ら
れ
た
も
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
科
学
と
し
て
の
政
治
学

で
あ
つ
た
。
今
日
、
実
践
の
場
に
お
い
て
し
ば
し
ば
新
し
い
政
治
哲
学
の
必
要
が
説
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
い
う
政
治
哲
学
と
は
政

治
学
に
お
け
る
命
題
の
言
語
分
析
や
意
味
論
の
研
究
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
政
治
行
動
の
準
則
と
な
る
一
つ
の
確
固
た
る
信
念

の
体
系
の
確
立
を
も
と
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
近
代
科
学
精
神
の
洗
礼
を
う
け
た
現
代
社
会
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
哲
学
が
も

し
一
般
的
支
持
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
単
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
描
写
や
倫
理
的
判
断
の
提
示
、
自
己
の
確
信
の
表
明
や
一
般
的
勧
奨
を

も
つ
て
し
て
は
、
大
し
た
説
得
的
効
果
は
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
．
終
局
的
に
は
妥
当
性
に
対
す
る
論
理
を
こ
え
た
帰
依
が
望
ま
し
い
こ
と
で

あ
る
と
し
て
も
、
少
く
と
も
入
信
の
心
理
的
契
機
と
し
て
は
科
学
と
し
て
の
明
証
性
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
科
学
に
お
け
る
か
か
る
側
面
を
最
も
強
調
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
る
。
一
般
に
現
代
の
経
験
的
諸
科

学
が
こ
の
よ
う
な
価
値
の
問
題
を
研
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
強
調
点
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い

て
き
わ
だ
つ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
は
そ
の
哲
学
と
社
会
学
が
一
体
と
な
つ
て
一
つ
の
世
界
観
を
構
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特

徴
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
唯
物
弁
証
法
が
形
式
論
理
学
と
共
に
、
思
考
の
法
則
と
し
て
の
論
理
学
を
構
成
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
史
的
唯
物
論
と
剰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

余
価
値
論
は
歴
史
に
関
す
る
実
証
科
学
と
し
て
の
社
会
科
学
を
支
え
る
根
本
理
論
と
さ
れ
て
い
る
．
す
な
わ
ち
、
史
的
唯
物
論
が
い
わ
ゆ
る
歴
史

の
科
学
的
法
則
を
明
ら
か
に
し
た
経
験
的
理
論
で
あ
り
、
歴
史
分
析
を
規
定
す
る
ア
プ
・
ー
チ
の
方
法
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
剰
余
価
値
論
は

資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
構
造
分
析
か
ら
引
き
だ
さ
れ
た
経
験
的
理
論
と
し
て
、
構
造
分
析
を
規
定
す
る
ア
プ
・
ー
チ
の
方
法
と
な
つ
て
い
る
．



　
し
か
L
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
こ
こ
で
と
ど
ま
ら
な
い
．
こ
れ
を
単
な
る
経
験
的
理
論
の
枠
に
と
ど
め
ず
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
こ
の
理
論
か
ら

社
会
主
義
の
到
来
の
歴
史
的
必
然
性
と
プ
・
レ
タ
リ
ア
革
命
の
担
い
手
と
し
て
の
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴
史
的
使
命
を
演
繹
的
に
導
出
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
、
「
科
学
的
」
〔
社
会
主
義
を
体
制
変
革
の
た
め
の
革
命
の
哲
学
た
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
．
こ
こ
で
例
え
ば
、
歴
史
的
必
然
性
と

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
能
動
的
役
割
、
あ
る
い
は
変
革
過
程
の
分
析
に
お
け
る
唯
物
史
観
の
真
理
性
と
戦
術
的
有
効
性
と
い
つ
た
問
題
を
め
ぐ
つ
て
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

ず
る
論
理
的
混
乱
は
問
題
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
道
徳
体
系
が
彼
ら
の
信
じ
た
よ
う
に
、
果
し
て
真

理
と
し
て
論
証
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の

　
「
解
放
事
業
を
な
し
と
げ
る
こ
と
、
こ
れ
が
近
代
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴
史
的
使
命
で
あ
る
。
こ
の
事
業
の
歴
史
的
条
件
と
そ
の
性
質
そ
の

　
も
の
と
を
探
究
し
、
以
て
こ
れ
を
遂
行
す
る
使
命
を
も
つ
今
日
の
被
抑
圧
階
級
に
、
彼
ら
自
身
の
行
動
の
条
件
お
よ
び
性
質
を
意
識
さ
せ
る
こ
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と
、
こ
れ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
の
理
論
的
表
現
で
あ
る
科
学
的
社
会
主
義
の
任
務
で
あ
る
」
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「
共
産
主
義
と
は
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
解
放
の
諸
条
件
に
か
ん
す
る
学
説
で
あ
る
。
」

と
い
つ
た
提
言
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
満
々
た
る
自
信
の
背
後
に
ひ
そ
む
「
科
学
的
真
理
」
と
し
て
の
道
徳
の
体
系
の
政
治
的
実
践
に
お
い
て
果

す
役
割
に
つ
い
て
の
あ
の
強
い
期
待
に
対
し
て
な
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
価
値
の
問
題
は
、
政
治
学
に
お
い
て
現
代
哲
学
の
諸
成
果
の
導
入
の
最
も
遅
れ
て
い
る
領
域
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
政

治
学
が
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
諸
価
値
を
含
む
判
断
に
対
す
る
検
討
を
怠
る
こ
と
を
許
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
．
倫
理
学
に
お
け
る
い
わ
ゆ

る
情
緒
説
が
価
値
の
問
題
を
、
究
極
に
お
い
て
個
人
の
決
定
に
ゆ
だ
ね
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
、
そ
こ
で
は
倫
理

現
象
を
事
実
と
し
て
経
験
的
に
扱
う
広
大
な
領
域
を
経
験
科
学
に
託
し
て
い
る
．
そ
し
て
、
す
で
に
倫
理
学
自
体
に
お
い
て
も
従
来
の
情
緒
説
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

こ
え
た
新
し
い
価
値
論
開
拓
へ
の
野
心
的
試
み
が
な
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
．
た
し
か
に
経
験
科
学
と
し
て
の
政
治
学
が
自
か
ら
壮
大
な
世
界
観
を

打
ち
立
て
る
時
期
は
最
早
去
つ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
上
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
価
値
や
当
為
の
問
題
は
必
ず
し
も
、
し
ば
し
ば
考
え
ら
れ
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「
政
治
学
の
科
学
化
」
の
意
味
に
つ
い
て

て
い
る
よ
う
に
、
現
代
の
経
験
科
学
と
し
て
の
政
治
学
の
完
全
な
射
程
外
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
．

四
六

（
七
三
六
）

五

「
政
治
学
は
科
学
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
主
張
の
第
三
の
意
味
は
、
政
治
学
は
政
治
行
動
に
関
す
る
一
般
法
則
や
理
論
を
発
展
さ
せ
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
政
治
行
動
の
予
測
と
政
治
的
環
境
の
統
御
に
成
功
す
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
も
つ
と
も
、

こ
の
意
味
の
中
に
は
政
治
学
に
お
け
る
法
則
や
理
論
に
対
す
る
特
別
の
見
解
か
ら
、
政
治
行
動
の
予
測
あ
る
い
は
少
く
と
も
政
治
的
環
境
の
統
御

と
い
う
主
張
は
除
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
何
れ
に
し
て
も
、
こ
の
言
明
の
背
後
に
は
、
政
治
学
あ
る
い
は
社
会
科
学
は
自
然
科
学

に
著
る
し
く
立
ち
遅
れ
て
お
り
、
と
る
に
た
る
法
則
の
発
見
や
理
論
の
形
成
に
は
ほ
と
ん
ど
成
功
し
て
い
な
い
と
い
う
判
断
や
、
政
治
的
実
践
、

例
え
ば
選
挙
運
動
の
展
開
に
際
し
て
、
工
学
や
医
学
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
信
頼
で
き
る
応
用
技
術
の
開
拓
に
き
わ
め
て
無
力
で
あ
る
と
い
つ
た
不

満
に
も
と
づ
く
政
治
学
の
現
状
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
最
近
の
社
会
心
理
学
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
や
社
会
学
に
お
け
る
小
集
団
研
究
あ
る
い
は
全
国
的
な
社
会
調

査
、
内
容
分
析
や
大
規
模
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ソ
技
術
の
開
発
な
ど
は
、
政
治
学
の
知
識
を
大
い
に
深
め
、
将
来
の
理
論
化
の
た
め
に
多
く
の
貢

献
を
行
つ
た
。
し
か
し
な
お
、
原
子
物
理
学
に
お
け
る
理
論
体
系
や
人
口
衛
星
の
工
学
技
術
を
想
起
す
る
時
、
そ
こ
に
ほ
と
ん
ど
比
較
に
な
ら
ぬ

よ
う
な
理
論
的
落
差
や
統
御
能
力
の
格
差
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
あ
る
発
見
が
法
則
化
さ
れ
、
理
論
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
過
程
で
そ
れ
が
法
則
あ
る
い
は
理
論
と
し
て
成
立
し
う
る
と
い
う

そ
の
妥
当
性
を
論
証
す
る
科
学
方
法
論
の
テ
ス
ト
を
く
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
ら
法
則
や
理
論
は
そ
の
方
法
と
密
接
な
関
係

を
も
つ
．
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
こ
で
適
用
さ
れ
る
方
法
に
よ
つ
て
、
そ
の
結
果
定
立
さ
れ
る
法
則
や
理
論
の
性
格
に
変
化
が
生
じ
う
る
と
い
う
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
科
学
で
あ
る
以
上
、
一
体
何
を
研
究
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
れ
、
そ



の
法
則
化
や
理
論
化
の
過
程
で
、
適
用
さ
れ
る
方
法
に
こ
と
さ
ら
の
違
い
の
あ
り
よ
う
は
ず
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、
こ
の
結
果
定

立
さ
れ
る
法
則
や
理
論
の
性
質
に
は
何
の
違
い
も
み
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
先
述
の
方
法
と
し
て
の
科
学
化
の
部
分
で
紹
介
し
た
新
カ
ン
ト
派
の
よ
う
に
、
一
つ
の
極
概
念
と
し
て
政
治
学
あ
る
い
は
社
会
科
学

の
と
る
方
法
は
、
自
然
科
学
に
お
い
て
と
ら
れ
る
方
法
と
は
対
踪
的
性
格
の
相
違
を
も
つ
と
い
う
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
定
立
さ
れ
る

法
則
に
お
い
て
も
又
そ
の
性
格
に
相
違
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
自
然
科
学
の
目
標
は
斉
一
性
と
繰
返
し
を
本
質
的
特
徴
と
す
る
自
然
の
生
起
と

存
在
に
関
す
る
普
遍
法
則
の
樹
立
で
あ
る
．
一
方
、
社
会
科
学
の
目
標
は
歴
史
的
一
回
性
と
特
殊
性
を
本
質
的
特
徴
と
す
る
文
化
価
値
の
個
性
記
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述
に
あ
り
、
特
定
の
文
化
価
値
と
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
を
歴
史
的
発
展
系
列
に
お
い
て
記
述
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
科
学
を
対
象
の
個
性
の
記
述
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
歴
史
的
発
展
の
系
列
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
決

し
て
狭
い
意
味
で
の
新
カ
ン
ト
派
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
．
果
し
て
、
科
学
の
対
象
と
な
る
現
実
を
こ
の
よ
う
な
自
然
と
歴
史
と
い
つ
た
相
対

立
す
る
二
元
的
視
角
に
お
い
て
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
に
．
対
象
に
お
け
る
普
遍
と
特
殊
と
い
つ
た
概
念
的
区
別
が
成

り
立
ち
う
る
の
か
、
個
性
の
記
述
と
い
わ
れ
る
も
の
は
論
理
上
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
、
こ
こ
で
は
こ
う
い
つ
た
諸
問
題
に
つ
い
て
の
批
判

を
展
開
す
る
余
裕
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
、
政
治
学
に
お
け
る
法
則
と
い
う
名
辞
の
定
義
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
分
裂
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
承
知
し
て
お
け
ぽ
十
分
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
最
後
の
問
題
は
社
会
科
学
に
お
け
る
歴
史
法
則
の
意
味
に
関
し
て
で
あ
る
。
社
会
科
学
を
「
歴
史
に
関
す
る
実
証
科
学
」
と
規
定
し
、
社
会
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

学
に
関
す
る
法
則
と
は
「
継
起
す
る
諸
時
代
を
結
び
つ
け
る
法
則
」
と
し
て
の
「
歴
史
的
発
展
に
関
す
る
法
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る

立
場
は
、
カ
ー
ル
・
ポ
ッ
パ
ー
に
よ
つ
て
「
歴
史
主
義
」
の
名
を
冠
せ
ら
れ
た
社
会
科
学
の
立
場
で
あ
る
が
、
こ
の
社
会
科
学
に
お
け
る
理
論
の

独
自
性
を
主
張
す
る
立
場
こ
そ
、
広
い
意
味
で
の
新
カ
ン
ト
派
や
マ
ル
ク
ス
主
義
を
含
め
て
従
来
の
わ
が
国
の
政
治
学
に
お
い
て
、
最
も
有
力
な

立
場
を
形
成
し
て
い
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
「
政
治
学
の
科
学
化
」
の
意
味
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
七
三
七
）



　
　
　
「
政
治
学
の
科
学
化
」
の
意
味
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
　
（
七
三
八
）

　
ポ
ッ
パ
ー
は
歴
史
主
義
者
の
主
張
す
る
予
測
と
は
要
す
る
に
広
範
囲
な
長
期
的
趨
勢
の
予
見
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
。
彼
に
し
た
が
つ
て
歴

史
主
義
者
の
立
場
を
要
約
す
る
な
ら
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
．
社
会
科
学
に
お
い
て
は
観
察
者
自
体
が
対
象
と
同
一
の
世
界
に
属
し
、
相
互
作

用
を
お
よ
ぼ
し
あ
つ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
も
し
例
え
ば
ク
ー
デ
タ
ー
の
発
生
の
時
と
場
所
や
規
模
と
そ
の
効
果
が
正
確
に
予
測
さ
れ
た
と
し

た
ら
、
当
然
そ
れ
に
対
応
す
る
手
段
が
準
備
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
恐
ら
く
ク
ー
デ
タ
ー
自
体
の
試
み
が
不
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
少
く
と

も
予
測
さ
れ
た
よ
う
な
効
果
を
達
成
す
る
こ
と
に
は
失
敗
す
る
だ
ろ
う
．
そ
の
意
味
で
、
短
期
の
精
密
、
詳
細
な
予
測
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た

が
つ
て
、
社
会
科
学
は
限
定
さ
れ
た
領
域
の
短
期
の
予
測
や
あ
れ
や
こ
れ
や
の
技
術
的
な
政
治
的
環
境
の
統
御
に
か
か
ず
ら
う
も
の
で
は
な
く
、

長
期
の
社
会
の
全
体
的
変
化
、
発
展
の
趨
勢
を
予
見
す
る
の
で
あ
り
、
又
そ
こ
に
こ
そ
社
会
科
学
の
意
義
が
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
予
見
の
検
証

は
歴
史
と
歴
史
的
実
践
の
中
で
果
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ポ
ッ
パ
ー
は
、
例
え
ば
台
風
の
到
来
の
よ
う
に
、
そ
の
到
来
を
阻
止
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
大
規
模
な
事
象
の
生
起
に

つ
い
て
の
予
測
を
「
予
言
」
と
呼
び
、
そ
の
到
来
に
際
し
て
例
え
ば
こ
れ
に
よ
つ
て
蒙
る
損
害
を
最
小
に
す
る
よ
う
な
諸
方
策
に
関
す
る
「
予

測
」
と
を
区
別
し
、
後
者
の
予
測
を
社
会
工
学
と
名
付
け
て
、
現
代
の
経
験
的
社
会
科
学
の
主
た
る
理
論
的
任
務
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
は
今
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

説
明
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
政
治
学
の
知
識
を
単
な
る
政
治
的
規
範
に
つ
い
て
の
思
弁
や
単
純
な
経
験
的
事
実
の
分
類
に
と
ど
め
ず
、
経
験
的
世
界
に
対
す
る

理
解
を
促
進
す
る
よ
う
な
理
論
的
体
系
に
ま
で
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
第
三
の
主
張
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

山ノ、

　
以
上
、
「
政
治
学
は
科
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
明
が
な
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
真
に
意
味
さ
れ
て
い
る
内
容
と
は
ど
の
よ
う
な

主
張
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
整
理
を
試
み
て
き
た
．
第
一
の
主
張
が
科
学
と
し
て
の
政
治
学
の
方
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
る



と
す
る
な
ら
ば
、
第
二
、
第
三
の
主
張
ば
科
学
と
し
て
の
政
治
学
が
奉
仕
す
べ
き
目
標
と
科
学
の
機
能
に
関
す
る
意
見
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
の
立
場
は
従
来
、
主
と
し
て
非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
政
治
学
の
研
究
者
が
関
心
を
し
め
し
て
き
た
主
張
で
あ
り
、
第
二
、
第
三
の
立
場
は
マ

ル
ク
ス
主
義
者
や
政
治
の
実
践
の
場
で
最
も
強
く
要
望
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
政
治
学
者
の
立

場
は
、
恐
ら
く
、
科
学
者
と
し
て
ま
ず
科
学
的
方
法
の
習
得
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
つ
た
事
情
ば
か
り
で
は
な
く
、
戦
前
の
日
本
に
お
け
る
自
由

な
政
治
研
究
に
対
す
る
制
約
や
戦
後
の
大
規
模
な
経
験
的
研
究
に
い
つ
も
つ
き
ま
と
う
経
済
的
制
約
、
そ
し
て
ド
イ
ッ
的
諸
科
学
の
影
響
に
よ
つ

て
、
研
究
室
に
お
け
る
思
索
や
文
献
研
究
に
重
点
を
お
い
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
に
必
ず
し
も
積
極
的
で
な
か
つ
た
と
い
う
日
本
の
政
治
学

の
特
殊
な
伝
統
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
現
代
に
お
け
る
政
治
学
の
科
学
化
に
対
す
る
要
請
に
対
し
て
、
科
学
と
し
て
の
政
治
学
が
採
用
す
る
妥
当
化
の
論
理

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
価
値
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
扱
い
、
ど
の
よ
う
な
形
で
理
論
化
を
す
す
め
、
予
測
と
統
御
能
力
を
獲

得
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
か
か
る
政
治
学
に
お
い
て
採
用
さ
る
べ
き
ア
プ
・
ー
チ
の
基
本
的
枠
組
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ

の
照
準
点
は
ど
こ
に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
こ
う
い
つ
た
諸
点
に
つ
い
て
の
解
明
が
次
の
問
題
で
あ
る
。

（
1
）
　
戦
前
、
政
治
学
の
科
学
化
を
め
ぐ
り
、
わ
が
国
政
治
学
界
を
二
分
し
て
争
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
政
治
概
念
論
争
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
陣
営
で
中
心
的
役
割
を

演
じ
た
論
争
の
火
付
け
役
と
も
い
う
べ
き
潮
田
江
次
教
授
と
、
こ
の
批
判
を
戸
沢
鉄
彦
教
授
と
と
も
に
受
け
て
立
つ
た
蝋
山
政
道
教
授
は
、
の
ち
、
い
ず
れ
も
そ
の
著
書

　
の
冒
頭
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
潮
田
教
授
は
昭
和
一
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
こ
の
論
争
集
「
政
治
の
概
念
」
（
昭
和
一
九
年
、
慶
応
出
版
社
）
の
序
文

　
で
「
政
治
学
が
今
日
1
と
い
つ
て
も
絃
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
と
関
聯
し
た
最
近
の
意
味
で
は
な
く
、
専
ら
学
問
の
現
発
達
段
階
に
於
て
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
ー

　
其
の
建
て
直
し
を
必
要
と
し
て
を
る
こ
と
は
．
恐
ら
く
誰
よ
り
も
政
治
学
者
自
身
が
一
番
痛
切
に
感
じ
て
来
て
を
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．
　
　
吾
々
が
プ
ラ
ト
ー
ン
の
説
く

　
不
変
の
真
理
に
感
歎
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
述
べ
る
現
代
的
な
所
論
に
驚
く
の
は
少
」
も
答
む
べ
き
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
同
時
に
現
在
の
国
家
論
や

　政治

学
が
如
何
に
プ
ラ
ト
ー
ン
と
変
り
が
な
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
其
ま
」
で
あ
る
か
に
驚
歎
す
る
こ
と
を
吾
々
は
忘
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。
政
治
学
ば
独
立
の
科

　
学
と
し
て
の
新
し
い
基
礎
づ
け
が
必
要
な
の
で
あ
る
．
」
（
一
頁
）
と
論
じ
、
蝋
山
教
授
は
第
二
次
大
戦
後
「
政
治
学
原
理
」
　
（
昭
和
二
七
年
、
岩
波
全
書
）
に
お
い

　
　
　
「
政
治
学
の
科
学
化
」
の
意
味
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
（
七
三
九
）



「
政
治
学
の
科
学
化
」
の
意
味
に
つ
い
て

五
〇

（
七
四
〇
）

　
て
、
当
時
よ
り
三
〇
年
前
「
政
治
学
の
任
務
と
対
象
」
（
大
正
輔
四
年
、
巌
松
堂
）
を
世
に
問
う
た
時
代
を
回
顧
し
て
「
い
わ
ゆ
る
政
治
学
の
性
質
ま
た
は
地
位
に
つ
い

　
て
学
者
の
間
に
著
る
し
い
見
解
の
相
違
が
あ
り
、
従
つ
て
そ
の
研
究
方
法
や
範
囲
に
つ
い
て
甚
し
く
一
致
を
欠
い
て
い
る
た
め
　
　
『
政
治
学
は
科
学
な
り
ゃ
否
や
』
と

　
い
う
こ
と
が
激
し
く
争
わ
れ
て
い
る
。
科
学
で
な
い
と
認
め
る
人
の
中
に
も
、
そ
れ
は
科
学
と
し
て
の
発
達
が
遅
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
後
進
性
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
つ

　
て
、
科
学
た
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
に
立
つ
て
い
る
人
が
多
い
．
著
者
自
ら
を
顧
み
て
、
や
は
り
政
治
学
の
科
学
性
の
探
究
を
目
的
と
し
て
、
或
は
経
験
的
な
或

　
は
現
実
的
な
社
会
科
学
と
し
て
の
政
治
学
を
研
究
し
よ
う
と
努
め
て
来
た
の
で
あ
る
．
科
学
と
い
う
も
の
が
真
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
十
分
知
ら
な
い
我
々
に
と

　
つ
て
も
、
科
学
と
い
う
名
の
魅
力
は
圧
倒
的
で
あ
つ
た
」
（
二
頁
、
傍
点
筆
者
）
と
述
懐
さ
れ
た
．
両
教
授
に
よ
つ
て
提
言
さ
れ
た
　
「
政
治
学
の
科
学
化
」
　
へ
の
要
請
は

　
二
〇
年
た
つ
た
現
在
で
も
依
然
と
し
て
政
治
学
者
の
取
組
む
べ
ぎ
課
題
と
し
て
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
最
近
の
カ
ン
ト
主
義
者
は
、
カ
ン
ト
が
生
前
す
で
に
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
成
立
を
知
つ
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
の
哲
学
が
公
理
の
も
つ
綜
合
的
性
格
を
正
し
く
理
解
し
、
そ
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
し
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何

　
学
の
発
見
に
よ
つ
て
、
・
一
九
世
紀
の
カ
ン
ト
主
義
者
た
ち
が
な
ん
と
か
そ
れ
を
カ
ン
ト
哲
学
の
体
系
の
中
に
包
摂
す
る
よ
う
苦
心
し
て
ぎ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か

　
し
、
晩
年
の
彼
が
よ
し
非
ユ
ー
ク
リ
ヅ
ド
幾
何
学
の
論
理
的
に
成
立
可
能
な
こ
と
を
知
つ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
自
身
の
哲
学
体
系
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
物
理

　
的
対
象
に
対
す
る
絶
対
的
な
経
験
的
妥
当
性
を
前
提
と
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
．
Ω
。
9
筐
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土
屋
文
吾
訳
「
社
会
再
組
織
に
必
要
な
る
科
学
的
工
作
案
」
（
昭
和
三
五
年
、
河
出
書
房
新
社
）
い
う
ま
で
も
な
く
、
本
書

　
は
元
来
、
当
時
コ
ン
ト
が
秘
書
を
し
て
い
た
サ
ン
・
シ
モ
ン
（
留
冒
㌣
の
ぎ
自
）
の
「
産
業
者
教
義
問
答
」
の
第
三
集
と
し
て
出
版
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
つ
た
が
、
特

　
に
コ
γ
ト
の
希
望
に
よ
つ
て
彼
の
名
で
刊
行
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
コ
ン
ト
と
サ
ン
・
シ
モ
ン
は
本
書
の
立
場
を
め
ぐ
る
意
見
の
対
立
か
ら
挟
を
わ
か

　
つ
た
こ
と
に
な
る
が
、
コ
ン
ト
の
デ
ビ
ュ
ー
作
と
も
い
う
べ
き
本
書
は
著
者
自
身
も
晩
年
に
至
る
ま
で
き
わ
め
て
重
視
し
、
「
実
証
哲
学
講
座
」
六
巻
（
9
ミ
恥
警
鳩
ミ
・

騨
§
ミ
恥
醤
恥
ミ
琶
と
並
ぶ
後
半
生
の
主
著
「
実
証
政
治
学
体
系
」
四
巻
（
の
黛
§
魯
逮
§
＆
§
弩
。
。
§
＆
の
第
四
巻
に
再
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
す

　
で
に
コ
γ
ト
の
生
涯
を
か
け
て
追
求
し
た
研
究
主
題
と
そ
の
方
法
、
問
題
意
識
が
見
事
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
例
え
ば
、
コ
ン
ト
は
当
時
の
社
会
解
体
を
ア
ン
シ
ャ
ソ
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
社
会
的
組
織
原
理
が
崩
壊
し
、
新
し
い
時
代
に
即
し
た
組
織
原
理
が
ま
だ
確
立
さ
れ

　
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
王
の
統
治
機
構
の
側
よ
り
す
る
社
会
的
再
組
織
の
こ
こ
ろ
み
を
、
社
会
的
再
組
織
と
い
う
点
で
は
評
価
し
つ
つ

　
も
、
そ
れ
が
内
容
に
お
い
て
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
復
活
を
志
向
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
文
明
の
進
歩
を
否
定
し
、
歴
史
的
進
化
の
法
則
に
逆
ら
う
暴
挙
と
断

　
じ
、
実
現
不
可
能
な
反
動
と
し
て
こ
れ
を
激
し
く
斥
け
る
。
一
方
、
人
民
の
社
会
の
側
よ
り
す
る
再
組
織
の
計
画
も
、
歴
史
的
進
化
の
流
れ
に
沿
つ
て
い
る
と
い
う
点
で

　
は
王
党
の
立
場
よ
り
一
段
進
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
原
理
は
封
建
社
会
の
破
壊
と
反
動
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
有
効
て
あ
つ
て
も
、
例
え
ぱ
国
家
機
能
の
極
小
化



　
や
分
断
の
主
張
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
え
つ
て
社
会
的
無
政
府
状
態
を
現
出
せ
し
め
、
新
し
い
産
業
社
会
の
統
合
原
理
と
は
到
底
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
文
明
の

　
進
歩
の
障
害
と
な
る
と
批
判
す
る
．
そ
し
て
こ
の
両
者
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
自
然
科
学
に
お
け
る
諸
原
理
と
同
じ
よ
う
に
、
信
頼
で
き
る
社
会
再
組
織
の
た
め
の
社
会

改
造
「
計
画
の
基
本
的
観
念
、
社
会
関
係
の
基
軸
と
な
る
新
し
い
原
理
の
開
発
と
社
会
の
指
導
原
則
と
な
る
一
般
的
観
念
体
系
の
形
成
を
目
的
と
す
る
」
（
§
。
§
‘
サ
8
）

実
証
的
理
論
の
確
立
を
科
学
者
に
課
せ
ら
れ
た
時
代
の
要
請
と
考
え
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
コ
ン
ト
の
直
面
L
た
問
題
こ
そ
、
そ
の
後
一
〇
〇
年
間
、
政
治
学
と
社
会
学

　
の
交
錯
領
域
に
お
け
る
重
要
な
論
争
点
の
一
つ
と
な
つ
た
国
家
対
社
会
の
対
立
と
分
裂
の
問
題
チ
．
あ
つ
た
わ
け
f
、
あ
る
が
、
彼
の
「
発
見
」
し
た
学
問
の
「
神
学
的
」

　
「
形
而
上
学
的
」
「
実
証
的
」
発
展
段
階
説
と
は
、
実
は
こ
の
反
動
的
王
党
と
人
民
の
側
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
的
急
進
主
義
と
産
業
社
会
に
お
け
る
新
し
い
社
会
的
統
合
原
理
に

　
そ
れ
ぞ
れ
対
応
さ
せ
ら
る
べ
く
「
発
明
」
さ
れ
た
法
則
で
あ
つ
た
と
い
う
点
で
は
、
ま
さ
し
く
彼
の
独
創
チ
、
あ
つ
た
の
イ
、
あ
る
．
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5
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昭
和
三
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年
、
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央
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Q
混
，
　
佐
竹
哲
雄
訳
「
文
化
科
学
と
自
然
科
学
」
（
大
正
一
一
年
、
大
村
書
店
）
（
第
三
版

　
よ
り
の
訳
業
）
、
佐
竹
哲
雄
・
豊
川
昇
訳
、
同
名
書
（
昭
和
一
四
年
、
岩
波
文
庫
）
（
第
七
版
よ
り
の
訳
業
）

（
8
）
　
蝋
山
政
道
「
日
本
に
お
け
る
近
代
政
治
学
の
発
達
」
（
昭
和
二
四
年
、
実
業
之
臼
本
社
）
　
一
五
五
頁
．
な
お
こ
の
新
カ
ン
ト
派
の
わ
が
国
政
治
学
界
に
与
え
た
影
響

　
に
つ
い
て
は
同
書
、
第
二
章
、
第
三
章
を
参
照
．

（
9
）
　
多
元
的
国
家
論
の
与
え
た
影
響
お
よ
び
「
政
冶
概
念
論
争
」
に
つ
い
て
は
、
潮
田
江
次
「
政
治
の
概
念
」
（
昭
和
一
九
年
、
慶
応
書
房
）
、
蝋
山
政
道
、
前
掲
書
第

　
三
章
を
参
照
の
こ
と
。
又
こ
の
論
争
の
過
程
に
つ
い
て
は
中
村
菊
男
「
政
治
学
」
（
昭
和
二
九
年
、
世
界
書
院
）
に
ぎ
わ
め
て
詳
細
か
つ
客
観
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
．
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書
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エ
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ゲ
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マ
ル
ク
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レ
ー
ニ
ン
主
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研
究
所
訳
「
共
産
主
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の
原
理
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信
条
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（
昭
和
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七
年
、
大
月
書
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治
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科
学
化
」
の
意
味
に
つ
い
て
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掲
久
野
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の
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書
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第
一
章
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第
二
章
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